
イ
ー
ザ
一
に
お
け
る
｢
相
互
-
作
用
美
学
｣

-

テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
｢
相
互
作
用
｣
の
根
拠
と
し
て
の
｢
空
所
｣
と
｢
否
定
｣

-
大

石

昌

史

本
論
考
は
､
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
･
イ
ー
ザ
ー
(
w
O
-
f
g
a
n
g
I
s
e
r
)
の
『
読
書
と
い
う
行
為
[
行
為
と
し
て
の
読
書
]
(
占
e
r
A
k
t

d
2
S
L
e
s
e
n
s
;
(
-
当
の
｣
琵
三
N
)
)
)
』
を
対
象
と
し
て
､
彼
の
｢
作
用
美
学
(
W
i
r
k
u
n
g
s
計
t
b
e
t
i
k
)
｣
を
享
受
者
に
よ
る
創
造
的

な
｢
美
的
経
験
(
針
t
b
e
t
i
s
c
h
e
E
r
f
a
b
r
u
n
g
)
｣
の
理
論
と
し
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
考
察
の
中
心
と
な
る

の
が
､
イ
ー
ザ
一
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
｢
相
互
作
用
(
-
n
t
e
r
a
k
t
i
O
n
)
｣
の
根
拠
と
さ
れ
る
(
｢
空
所
(
L
e
e
r
s
t
e
】
-
e
)
｣

と
｢
否
定
(
N
e
g
a
t
i
O
n
)
｣
を
契
機
と
し
た
)
テ
ク
ス
ト
の
｢
否
定
性
(
N
e
g
a
t
i
く
i
t
許
)
｣
で
あ
る
｡
論
述
の
構
成
は
､
第
1
節
に
お

い
て
イ
ー
ザ
ー
の
基
本
的
な
立
場
を
､
第
2
節
に
お
い
て
彼
の
｢
空
所
｣
な
ら
び
に
｢
否
定
｣
と
い
う
概
念
を
､
そ
し
て
､
第
3
節
に

お
い
て
彼
の
考
え
る
｢
美
的
経
験
｣
の
理
論
を
検
討
す
る
と
い
う
形
を
と
る
｡

1

作
用
美
学

1
･
1

受
用
美
学
と
作
用
美
学



イ
ー
ザ
I
は
､
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
大
学
の
僚
友
で
あ
る
ヤ
ウ
ス
(
H
a
n
s
R
O
b
e
r
t
J
a
u
巴
と
並
ん
で
｢
受
用
美
学
(
R
e
z
e
p
t
i
O
n
S
挙

t
b
e
t
i
k
)
｣
の
代
表
的
な
理
論
家
と
見
な
さ
れ
て
い
る
が
､
彼
自
身
は
､
テ
グ
ス
ト
が
い
か
に
｢
受
用
｣
さ
れ
た
か
よ
り
も
､
む
し
ろ

様
々
な
｢
受
用
｣
を
可
能
に
す
る
テ
ク
ス
ト
の
側
の
根
拠
を
探
求
す
る
自
ら
の
立
場
を
→
作
用
美
学
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡
彼
は
､

｢
受
用
美
学
｣
と
｢
作
用
美
学
｣
の
関
係
､
あ
る
い
は
､
広
義
の
｢
受
用
美
学
｣
に
お
け
る
､
読
者
に
よ
る
｢
受
用
(
R
e
N
e
p
t
i
O
n
)
｣

(
狭
義
)
と
テ
ク
ス
ト
の
読
者
に
及
ぼ
す
｢
作
用
(
W
i
r
k
u
n
g
)
｣
と
の
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
厳
密
な
意
味
で
の
受
用
は
､
記
録
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
消
費
[
加
工
]
(
T
e
賢
く
e
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
)
の
現
象
に
注
目
し
､
従
っ
て
､
[
読

者
の
]
態
度
(
E
i
n
s
t
e
-
-
u
ロ
g
)
や
反
応
(
R
e
a
k
t
i
O
n
)
が
テ
ク
ス
ト
の
受
容
[
解
釈
]
(
A
u
f
n
a
b
m
e
)
の
限
定
要
因
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
[
読
者
の
]
証
言
(
z
①
u
g
n
i
s
)
に
､
強
く
､
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
テ
ク
ス
ト
自
身
は
､
同

時
に
､
『
受
用
の
予
示
[
先
与
]
(
R
e
N
e
p
t
i
O
n
S
言
r
g
a
b
e
)
』
で
あ
り
､
そ
れ
故
､
潜
在
的
[
可
能
的
]
作
用
態
(
W
i
r
k
u
n
g
s
p
?

t
e
n
t
i
a
-
)
で
あ
り
､
そ
の
構
造
が
､
消
費
[
加
工
]
を
引
き
起
こ
し
､
ま
た
あ
る
程
度
ま
で
そ
れ
を
制
御
(
k
O
n
t
r
O
-
-
i
e
r
①
n
)
し
て

い
る
｡

そ
れ
故
､
作
用
と
受
用
は
､
受
用
美
学
の
研
究
の
中
心
的
な
出
発
点
で
あ
り
､
受
用
美
学
は
､
そ
の
目
標
と
す
る
方
向
に
応
じ
て
､

そ
の
つ
ど
､
歴
史
的
-
社
会
学
的
(
受
用
)
､
ま
た
は
､
テ
ク
ス
ト
理
論
的
(
作
用
)
な
方
法
を
と
る
｡
受
用
美
学
は
､
こ
れ
ら
二

つ
の
異
な
っ
た
方
向
の
目
標
が
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
時
に
､
十
全
た
る
も
の
と
な
る
｡
｣
(
く
O
r
W
O
r
t
(
N
A
u
こ
S
.
Ⅰ
)

｢
作
用
美
学
｣
を
主
張
す
る
イ
ー
ザ
ー
の
関
心
は
､
｢
テ
ク
ス
ト
外
の
世
界
｣
に
位
置
し
､
｢
歴
史
的
に
拘
束
｣
さ
れ
て
い
る
読
者
に
よ

る
テ
ク
ス
ト
の
｢
受
用
史
(
R
e
N
e
p
t
i
O
n
S
g
e
S
C
b
i
O
h
t
e
)
｣
で
は
な
く
､
読
者
に
よ
る
｢
テ
ク
ス
ト
消
費
[
加
工
]
｣
-
そ
れ
は
一
つ

の
｢
出
来
事
(
G
e
s
c
h
e
b
e
n
.
E
r
e
i
g
n
i
∽
)
｣
と
考
え
ら
れ
る
ー
の
｢
過
程
(
p
r
O
N
e
巴
｣
､
及
び
､
そ
れ
と
相
関
関
係
に
あ
る
､
様
々

な
｢
消
費
[
加
工
]
｣
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
な
る
テ
ク
ス
ト
の
｢
構
造
(
S
t
r
u
打
t
u
r
)
｣
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
彼
が
問
題
と
す
る

｢
読
書
｣
に
よ
っ
て
読
み
取
ら
れ
る
｢
意
味
(
S
i
n
n
)
｣
と
は
､
従
来
の
文
芸
批
評
が
問
題
と
し
て
き
た
よ
う
な
｢
論
証
的
(
d
i
s
k
u
r
s
i
エ
｣

一
〇
七



一
〇
八

な
操
作
を
経
て
確
定
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
｢
意
味
｣
､
即
ち
､
｢
解
釈
｣
の

｢
結
果
(
R
e
s
u
-
t
a
t
)
｣

で
は
な
く
､
テ
ク
ス
ト
が
そ
の

｢
美
的
(
計
t
h
e
t
i
s
c
b
)
｣
な
｢
作
用
｣
を
及
ば
し
て
い
る
限
り
で
､
読
み
取
ら
れ
つ
つ
あ
る
｢
潜
在
的
[
可
能
的
]
意
味
(
S
i
n
n
p
O
t
e
n
･

t
i
a
-
)
｣
(
c
f
.
S
.
畠
)
､
即
ち
､
｢
読
書
過
程
(
L
e
s
e
言
r
g
a
n
g
)
｣
に
お
い
て
｢
出
来
事
｣
と
し
て
｢
生
起
(
g
e
s
c
b
e
h
e
n
)
｣
し
っ
つ
あ

る
｢
意
味
｣
な
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
よ
う
な
｢
出
来
事
｣
と
し
て
の
｢
意
味
の
遂
行
(
S
i
ロ
n
言
-
-
呂
g
)
｣
(
c
〔
S
.
誓
)
あ
る
い

は
｢
意
味
構
成
(
S
i
n
n
k
O
n
S
t
i
t
u
t
i
O
n
)
｣
(
c
f
.
S
.
烏
)
は
､
読
者
に
よ
る
慈
恵
的
な
行
為
で
は
な
く
､
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
｢
制
御
｣

さ
れ
て
い
る
が
故
に
､
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
｢
構
造
｣
も
合
わ
せ
て
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
故
､
彼
は
､
自
ら
の
｢
作

用
美
学
｣
の
課
題
を
､
｢
文
学
的
テ
ク
ス
ト
は
､
ど
の
程
度
ま
で
出
来
事
と
し
て
究
明
さ
れ
得
る
か
｣
(
S
.
葛
)
､
そ
し
て
､
｢
テ
ク
ス
ト

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
.
る
消
費
は
､
ど
の
程
度
ま
で
テ
ク
ス
ト
に
前
も
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
｣
(
i
b
i
d
･
)
と
い
う
二
つ
の
問

い
の
解
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
｡

1
･
2

相
互
作
用

イ
ー
ザ
ー
は
､
言
わ
ば
｢
可
能
態
｣
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
は
､
読
者
の
｢
具
体
化
(
只
O
n
k
r
e
t
i
s
a
t
i
O
n
)
｣
行
為
(
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ

て
｢
描
写
｣
さ
れ
る
｢
対
象
｣
､
ま
た
､
そ
の
｢
意
味
｣
の
読
者
に
よ
る
｢
具
体
的
｣
な
｢
構
成
｣
)
を
待
っ
て
初
め
て
､
ま
た
､
そ
の

｢
具
体
化
｣
の
｢
過
程
｣
に
お
い
て
の
み
､
｢
現
実
態
｣
と
し
て
の
｢
文
学
作
品
(
d
a
s
-
i
t
e
r
巴
i
s
c
b
e
W
e
r
k
)
｣
と
な
る
と
考
え
て
い
る

(
c
f
.
S
.
∽
0
0
)
｡
そ
れ
故
､
こ
の
よ
う
な
状
況
の
解
明
に
は
､
｢
テ
ク
ス
ト
の
形
態
｣
だ
け
で
な
く
享
受
者
に
よ
る
｢
理
解
の
行
為
｣
も
同

様
に
考
察
の
対
象
と
す
る
｢
現
象
学
的
芸
術
理
論
｣
(
典
型
的
に
は
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
理
論
)
が
相
応
し
い
も
の
と
さ
れ
る
(
i
b
i
d
.
)
｡

し
か
し
､
イ
ー
ザ
ー
は
､
そ
の
｢
具
体
化
｣
の
｢
相
互
作
用
｣
性
(
｢
出
来
事
｣
性
)
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
イ
ン
ガ
ル
デ
ン

の
｢
具
体
化
｣
､
並
び
に
､
そ
の
根
拠
と
な
る
｢
不
確
定
[
無
規
定
]
箇
所
(
已
n
b
e
s
t
i
m
m
t
h
e
i
t
s
s
邑
-
e
)
｣
概
念
を
批
判
す
る
｡



｢
[
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
に
お
い
て
は
､
]
具
体
化
は
､
作
品
の
潜
在
的
[
可
能
的
}
(
p
O
t
e
n
t
i
e
三
要
素
を
現
実
化
(
A
k
u
t
邑
i
s
i
e
r
u
n
g
)

す
る
こ
と
に
過
ぎ
ず
､
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
相
互
作
用
で
は
な
い
｡
そ
れ
故
､
不
確
定
[
無
規
定
]
箇
所
(
U
n
b
e
s
t
i
m
m
t
h
e
i
t
s
t

S
邑
-
e
)
は
､
結
局
､
非
動
的
(
u
n
d
y
n
a
m
i
s
c
b
)
な
も
の
で
あ
る
補
完
(
只
O
m
p
】
e
t
t
i
e
r
u
n
g
)
を
示
唆
す
る
刺
激
(
S
u
g
g
e
s
t
i
O
n
S
･

r
e
i
z
)
に
過
ぎ
ず
､
読
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
べ
き
､
様
々
な
図
式
化
さ
れ
た
象
面
(
s
c
b
e
m
a
t
i
s
i
e
r
t
e
A
n
s
i
O
h
t
)
な
い
し
は

テ
ク
ス
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
遠
近
法
[
見
方
]
(
D
a
r
s
t
e
】
-
u
n
g
s
p
e
r
s
p
e
k
t
i
言
)
の
間
の
相
関
関
係
(
W
e
O
h
s
e
-
b
e
N
i
e
b
u
n
g
)
に

対
す
る
条
件
(
B
e
d
i
n
g
u
n
g
)
で
は
な
い
｡
｣
(
S
.
N
遥
f
.
)

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
､
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
｢
不
確
定
[
無
規
定
]
箇
所
｣
を
､
現
実
の
｢
対
象
｣
に
比
し
て
何
ら
か
の
要
素
が
｢
欠
如
｣

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
､
テ
ク
ス
ト
の
外
に
あ
る
読
者
に
よ
る
｢
補
完
｣
を
待
つ
も
の
と
し
て
し
か
見
な
し
て
い
な
い
､

と
イ
ー
ザ
ー
は
批
判
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
｢
読
者
の
役
割
(
L
e
s
e
r
r
O
-
】
e
)
｣
を
テ
ク
ス
ト
に
｢
欠
如
｣
し
て
い
る
も
の
の
｢
補
完
｣

と
考
え
て
い
る
が
故
に
､
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
､
｢
正
し
い
[
適
切
な
]
(
r
i
c
b
t
i
g
)
具
体
化
｣
と
そ
う
で
な
い
[
逸
脱
し
た
]
｢
具
体
化
｣

と
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
､
｢
読
書
｣
を
､
｢
正
し
い
｣
か
否
か
が
問
え
な
い
｢
出
来
事
｣
と
い
う
よ
り
は
､
む
し

ろ
｢
判
断
｣
に
近
づ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
ま
た
､
こ
の
よ
う
な
｢
欠
如
｣
し
た
要
素
の
｢
補
完
｣
が
持
つ
消
極
性
は
､
イ
ン
ガ
ル
デ

ン
が
､
テ
ク
ス
ト
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
､
登
場
人
物
の
｢
髪
の
毛
｣
や
｢
眼
｣
の
｢
色
｣
(
そ
の
人
物
の
本
質
的
な
構
成
要
素
と
は

考
え
ら
れ
な
い
)
を
思
い
描
く
こ
と
を
｢
具
体
化
｣
の
例
と
し
て
好
ん
で
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
イ
ー

ザ
ー
が
考
え
て
い
る
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
｢
不
確
定
箇
所
｣
(
｢
空
所
｣
)
は
､
｢
確
定
箇
所
｣
相
互
の
｢
関
係
｣
の
｢
欠
如
｣
で
あ
り
､

そ
れ
を
契
機
と
し
て
読
者
が
テ
ク
ス
ト
の
内
に
｢
巻
き
込
ま
(
孟
r
S
t
r
i
c
k
e
n
旨
言
-
孟
[
英
語
版
]
)
｣
れ
､
断
片
的
に
呈
示
さ
れ
て

い
る
｢
図
式
化
さ
れ
た
象
面
(
｢
対
象
の
一
つ
の
｢
(
現
)
象
面
[
局
相
]
(
A
n
s
i
c
b
t
)
｣
に
対
す
る
｢
図
式
(
S
c
b
e
m
a
)
｣
)
｣
や

｢
遠
近
法
(
テ
ク
ス
ト
内
の
事
柄
に
対
す
る
｢
登
場
人
物
｣
や
｢
語
り
手
｣
の
｢
見
方
[
立
場
]
｣
)
｣
相
互
の
｢
関
係
｣
を
自
ら
生
み

出
す
こ
と
､
即
ち
､
｢
読
書
｣
を
新
た
な
も
の
が
｢
生
起
｣
す
る
｢
出
来
事
｣
た
ら
し
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
｢
条
件
｣
な
の

一
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l
一
〇

で
あ
る
｡

イ
ー
ザ
一
に
よ
れ
ば
､
｢
読
書
｣
と
は
､
単
に
テ
ク
ス
ト
に
導
か
れ
る
活
動
に
留
ら
ず
､
｢
読
書
過
程
｣
に
お
い
て
､
読
者
自
身
が
生

み
出
し
た
も
の
か
ら
も
影
響
を
受
け
る
活
動
で
あ
り
､
そ
れ
故
､
｢
不
確
定
的
(
u
n
b
e
s
t
i
m
m
t
)
｣
な
テ
ク
ス
ト
の
有
す
る
｢
作
用
｣

は
､
読
者
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
｢
具
体
化
[
現
実
化
]
｣
の
み
な
ら
ず
､
｢
具
体
化
｣
さ
れ
た
も
の
の
読
者
へ
の
｢
還
流
[
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
]
(
R
紆
k
k
O
p
p
e
r
u
n
g
)
｣
を
も
引
き
起
こ
す
と
い
う
双
方
向
的
な
｢
作
用
｣
､
即
ち
｢
相
互
作
用
｣
(
c
f
･
S
･
N
軍
書
)
の
契
機

と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
テ
ク
ス
ト
は
､
そ
こ
に
断
片
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
事
柄
(
｢
空
所
｣
を
含
ん
で
い
た
り
､
｢
否
定
｣

さ
れ
て
い
た
り
す
る
事
柄
)
か
ら
読
者
自
ら
に
｢
対
象
｣
1
テ
ク
ス
ト
に
よ
る
単
な
る
｢
描
写
対
象
｣
で
は
な
く
､
そ
れ
ら
の
背
後

に
あ
り
､
そ
れ
ら
の
｢
統
合
的
(
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
)
｣
な
｢
意
味
｣
と
し
て
読
者
自
ら
が
生
み
出
す
､
言
わ
ば
｢
意
味
対
象
｣
-
の
｢
構

成
｣
を
酸
い
る
も
の
と
な
る
｡
そ
の
｢
対
象
｣
が
､
自
ら
｢
構
成
｣
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
､
読
者
の
｢
慣
習
[
態
度
]
(
H
a
b
i
t
u
∽
)
｣

(
c
f
.
S
.
筐
-
)
へ
の
｢
還
流
[
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
]
｣
を
引
き
起
こ
し
､
読
者
自
ら
の
姿
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の

で
あ
り
､
｢
読
書
行
為
｣
に
お
い
て
は
､
読
者
が
テ
ク
ス
ト
を
｢
具
体
化
｣
す
る
の
み
な
ら
ず
､
言
わ
ば
､
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
読
者

が
｢
具
体
化
｣
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
イ
ー
ザ
ー
は
､
彼
の
主
張
す
る
｢
相
互
作
用
｣
の
根
拠
と
な
る
テ
ク
ス
ト
の
｢
不
確
定
性
(
U
n
b
e
s
t
i
m
m
t
h
e
i
t
)
｣
に

関
し
て
は
､
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
理
論
を
踏
襲
し
て
い
る
｡

1
･
3

虚
構
テ
ク
ス
ト
の
不
確
定
性

a

虚
構
テ
ク
ス
ト
の
機
能

テ
ク
ス
ト
が
読
者
の
｢
参
加
(
B
e
t
e
i
〓
g
u
n
g
)
[
意
味
構
成
]
｣
を
待
っ
て
現
実
的
な
｢
作
品
(
現
実
態
)
｣
と
な
る
の
は
､
そ
れ



が
｢
描
写
｣
す
る
｢
対
象
｣
が
､
｢
実
在
(
r
e
巴
)
｣
の
｢
対
象
｣
の
よ
う
な
｢
全
面
的
な
確
定
性
(
巴
-
邑
t
i
g
e
B
e
s
t
i
m
m
t
b
e
i
t
)
｣

(
c
f
.
∽
.
t
余
)
を
有
し
て
お
ら
ず
､
そ
こ
に
は
､
｢
不
確
定
的
｣
な
要
素
が
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
｢
不
確
定
性
｣

は
､
｢
虚
構
(
f
i
n
g
i
e
r
e
n
)
｣
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
､
｢
コ
､
､
､
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
｣
の
｢
機
能
(
F
u
n
k
t
i
O
n
)
｣
を
付
与
す
る
と
い
う
点
に

お
い
て
積
極
的
な
意
義
を
持
つ
｡
イ
ー
ザ
ー
は
､
｢
虚
構
(
F
i
k
t
i
O
n
)
(
｢
虚
構
と
い
う
行
為
｣
並
び
に
｢
虚
構
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
｣
)
｣

の
意
義
に
つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
虚
構
を
所
与
性
[
現
実
に
在
る
こ
と
]
(
G
e
g
e
b
e
n
h
e
i
t
s
w
e
i
s
e
)
の
観
点
か
ら
規
定
す
れ
ば
､
虚
構
は
虚
偽
で
あ
る
(
-
厨
e
n
)
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
虚
構
を
コ
､
､
､
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
そ
の
機
能
の
観
点
か
ら
規
定
す
れ
ば
､
虚
構
と
は
､

そ
れ
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
[
虚
構
さ
れ
た
]
現
実
[
実
在
]
(
f
i
n
g
i
e
r
t
e
R
e
a
-
i
t
許
)
を
解
明
(
A
u
冴
c
E
u
b
)
す
る
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
s
.
N
箆
)

イ
ー
ザ
ー
は
､
虚
構
テ
ク
ス
ト
を
｢
現
実
[
実
在
]
｣
と
比
較
し
て
｢
何
で
あ
る
か
｣
､
即
ち
､
そ
の
｢
実
体
性
[
所
与
性
]
｣
に
お
い

て
で
は
な
く
､
そ
れ
が
｢
現
実
｣
と
は
異
な
っ
た
｢
い
か
な
る
働
き
を
す
る
か
｣
､
即
ち
､
そ
の
｢
機
能
｣
に
お
い
て
問
題
と
す
る
｡

虚
構
テ
ク
ス
ト
の
｢
機
能
｣
が
､
単
な
る
｢
現
実
｣
の
｢
再
現
｣
で
は
な
く
､
ど
こ
に
も
実
在
し
な
い
｢
現
実
｣
を
｢
虚
構
す
る
こ
と
｣

に
よ
っ
て
読
者
に
何
も
の
か
を
｢
伝
達
(
孟
r
m
i
t
t
e
-
n
)
｣
す
る
こ
と
で
あ
り
､
さ
ら
に
､
そ
の
｢
伝
達
｣
が
一
方
向
的
な
も
の
で
は

な
く
､
相
互
的
な
｢
コ
､
､
､
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
｣
､
即
ち
､
読
者
の
｢
参
加
｣
を
待
つ
も
の
で
あ
る
が
故
に
､
虚
構
テ
ク
ス
ト
の

｢
不
確

定
性
｣
は
､
積
極
的
な
意
義
を
有
す
る
｡
従
っ
て
､
｢
不
確
定
性
｣
は
｢
除
去
(
b
e
s
e
i
t
i
g
e
n
)
｣
(
c
f
.
S
.
N
→
N
)
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
く
､
虚
構
テ
ク
ス
ト
に
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
､
｢
読
書
行
為
｣
を
個
々
の
読
者
に
よ
る
個
別
的
な
｢
経
験
(
E
r
f
a
h
r
u
n
g
)
｣
た

ら
し
め
る
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
｡

b

不
確
定
性
の
歴
史
的
増
加
傾
向

一
一
一



一
一
二

イ
ー
ザ
ー
は
､
文
学
的
テ
ク
ス
ト
の
｢
不
確
定
性
｣
は
､
十
八
世
紀
以
来
増
加
傾
向
に
あ
る
と
す
る
｡
そ
れ
を
示
す
た
め
に
､
彼
が

『
読
書
と
い
う
行
為
』
に
お
い
て
主
と
し
て
例
に
取
り
上
げ
る
の
は
､
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『
ジ
ョ
ゼ
フ
･
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
』
(
-
→
畠
)

な
ら
び
に
『
ト
ム
･
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
(
-
→
念
)
､
ス
タ
ー
ン
の
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
･
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
(
-
謡
→
)
､
サ
ッ
カ
レ
の
『
虚
栄
の
市

-
主
人
公
の
い
な
い
小
説
-
』
(
-
0
0
あ
)
､
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
(
-
∽
N
N
)
､
お
よ
び
､
ベ
ケ
ッ
ト

(
特
に
作
品
を
限
ら
な

い
)
で
あ
る
｡
彼
は
､
読
者
が
テ
ク
ス
ト
の
中
の
誰
の
｢
遠
近
法
[
立
場
]
｣
を
自
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
｢
視
点
(
B
-
i
註
p
u
n
k
t
)
｣

と
し
て
選
択
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
､
以
下
の
よ
う
に
､
小
説
に
お
け
る
｢
不
確
定
性
｣
(
テ
ク
ス
ト
の
｢
意
味
｣
を
｢
確
定
｣
す

る
困
難
さ
)
の
歴
史
的
増
大
を
説
明
し
て
い
る
･
(
c
f
.
S
.
∽
芯
～
∽
N
3
｡

十
八
世
紀
に
お
い
て
は
､
小
説
は
､
｢
主
人
公
｣
を
頂
点
と
し
た
｢
登
場
人
物
｣
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
を
基
本
的
に
有
し
て
い
た

が
､
既
に
､
｢
作
者
｣
の
分
身
(
｢
内
包
さ
れ
た
作
者
(
i
m
p
-
i
e
d
a
u
t
h
O
r
)
｣
)
と
し
て
の
｢
語
り
手
｣
､
並
び
に
､
テ
ク
ス
ト
の
中
で

｢
語
り
手
｣
に
語
り
か
け
ら
れ
る
｢
虚
構
の
読
者
(
L
e
s
e
r
f
i
k
t
i
O
㌣
f
i
c
t
i
O
u
S
･
r
e
a
d
e
r
)
｣
の
登
場
に
よ
っ
て
､
そ
の
内
部
の
｢
遠
近
法
｣

は
､
重
層
化
し
､
複
雑
な
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
｡
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
､
｢
主
人
公
の
い
な
い
小
説
(
A
N
O
孟
-
w
i
t
h
O
u
t
a

H
e
r
O
)
｣
が
現
れ
､
｢
登
場
人
物
｣
そ
れ
ぞ
れ
の
｢
遠
近
法
｣
の
均
質
化
が
生
じ
､
ま
た
､
特
権
的
地
位
を
失
っ
て
｢
登
場
人
物
｣

の

一
人
に
堕
し
､
小
説
を
読
む
際
の
ガ
イ
ド
の
役
割
を
果
さ
な
い
｢
語
り
手
(
｢
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
(
u
n
r
e
-
i
a
b
-
①
n
a
r
r
a
t
O
r
)
｣
)
｣

が
登
場
し
て
き
た
｡
さ
ら
に
､
二
十
世
紀
に
な
る
と
､
読
者
に
｢
視
点
｣
を
提
供
す
る
従
来
の
よ
う
な
｢
語
り
手
｣
が
存
在
せ
ず
､
テ

ク
ス
ト
の
中
の
誰
の
｢
遠
近
法
｣
に
立
っ
て
そ
れ
を
読
め
ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
小
説
が
現
れ
て
き
た
(
所
謂
｢
作
者
の
死
｣
と
い

う
状
況
の
出
現
)
｡
そ
う
な
る
と
､
読
者
は
､
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
｢
視
点
｣
を
､
｢
読
書
過
程
｣
に
お
い
て
､
自
ら
形
成
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

イ
ー
ザ
ー
は
､
小
説
の
十
八
世
紀
以
来
の
歴
史
的
展
開
に
お
い
て
､
以
上
の
よ
う
な
｢
不
確
定
性
｣
の
増
加
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
が

故
に
､
虚
構
テ
ク
ス
ト
の
｢
不
確
定
性
｣
を
主
題
的
に
扱
う
新
た
な
文
芸
理
論
も
し
く
は
美
学
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
､
そ
れ
を
､



｢
作
用
美
学
｣
と
し
て
呈
示
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
先
行
す
る
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
理
論
に
対
し
て
は
､
｢
不
確
定
性
｣
を
有
す
る
テ

ク
ス
ト
と
読
者
に
よ
る
そ
の
｢
具
体
化
｣
と
い
う
枠
組
み
は
継
承
し
な
が
ら
､
｢
不
確
定
性
｣
お
よ
ぴ
｢
具
体
化
｣
の
内
実
に
お
い
て
､

独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
る
｡
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
｢
具
体
化
｣
に
対
す
る
イ
ー
ザ
ー
の
｢
相
互
作
用
｣
の
主
張
に
つ
い
て
は
､
既
に
検

討
し
た
が
､
イ
ー
ザ
一
に
よ
っ
て
｢
不
確
定
性
｣
の
中
心
的
な
構
造
と
さ
れ
る
｢
空
所
｣
と
｢
否
定
｣
に
つ
い
て
は
､
.
次
節
に
お
い
て

検
討
す
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
､
｢
作
用
美
学
｣
を
主
張
す
る
イ
ー
ザ
ー
の
関
心
が
､
時
を

経
る
ご
と
に
増
加
し
て
き
た
｢
不
確
定
性
｣
､
特
に
､
二
十
世
紀
の
ジ
ョ
イ
ス
や
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
に
見
ら
れ
る
｢
不
確
定
性
｣
に
あ

り
､
ま
た
､
彼
ら
の
作
品
を
読
む
際
に
読
者
に
よ
っ
て
｢
経
験
｣
さ
れ
る
も
の
の
解
明
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
イ
ー
ザ
ー
が
､

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
｢
不
確
定
箇
所
｣
な
ら
び
に
｢
具
体
化
｣
概
念
を
批
判
す
る
の
は
､
ま
さ
に
､
そ
れ
ら
の
概
念
を
以
て
し
て
は
､
ジ
ョ

イ
ス
や
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
お
よ
び
そ
の
読
解
が
十
分
に
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
彼
ら
の
作
品
を
読
む
こ
と
は
､
テ

ク
ス
ト
の
｢
描
写
対
象
｣
に
対
し
て
｢
欠
如
｣
し
て
い
る
も
の
を
｢
補
完
｣
し
た
り
､
｢
潜
在
的
｣
な
も
の
を
｢
現
実
化
｣
し
た
り
す

る
こ
と
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
､
読
者
が
､
テ
ク
ス
ト
の
中
に
｢
巻
き
込
ま
｣
れ
､
テ
ク
ス
ト
と
の
｢
動
的
｣
な
｢
相
互
作
用
｣
に
お
い

て
､
自
ら
｢
意
味
対
象
｣
を
｢
構
成
｣
し
て
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
文
学
作
品
を
論
じ
な
が
ら
､
そ
の
関
心
は
､

｢
観
念
論
-
実
在
論
(
I
d
巴
i
s
m
u
s
-
R
邑
i
s
m
u
s
)
｣
の
二
元
的
対
立
の
文
脈
に
お
い
て
媒
介
的
な
｢
純
粋
志
向
的
対
象
(
d
e
r
r
e
i
n

i
n
t
e
n
t
i
O
n
巴
e
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
)
｣
の
存
在
を
示
す
と
い
う
よ
り
広
範
な
哲
学
的
問
題
の
解
明
に
あ
っ
た
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
に
と
っ
て
は
､

ジ
ョ
イ
ス
や
ベ
ケ
ッ
ト
の
作
品
は
､
彼
の
｢
調
和
(
ぎ
r
m
O
n
i
e
)
｣
的
な
文
学
観
に
お
い
て
典
型
的
と
見
な
さ
れ
る
小
説
に
対
す
る
､

特
殊
な
例
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
言
え
る
｡

2

空
所
と
否
定



一
一
四

2
･
1

空

所

a

空

所
イ
ー
ザ
ー
は
､
虚
構
テ
ク
ス
ト
の
｢
不
確
定
性
｣
(
彼
は
､
そ
れ
を
『
読
書
と
い
う
行
為
』
の
最
後
の
節
に
お
い
て
｢
否
定
性
(
N
?

g
a
t
i
ま
t
許
)
｣
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
)
の
一
つ
の
契
機
で
あ
る
｢
空
所
(
L
e
e
r
s
t
e
-
-
e
)
｣
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る｡

｢
空
所
は
､
[
不
確
定
箇
所
が
指
示
し
て
い
る
]
補
完
(
只
O
m
p
-
e
t
t
i
e
r
u
n
g
)
の
必
要
性
の
代
わ
り
に
結
合
(
只
O
m
b
i
n
a
t
i
O
n
)
の

必
要
性
を
指
示
し
て
い
る
｡
何
故
な
ら
､
テ
ク
ス
ト
[
内
に
示
さ
れ
て
い
る
対
象
]
の
図
式
が
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
時
に
初
め

て
､
想
像
的
な
対
象
(
d
e
r
i
m
a
g
i
n
軒
e
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
)
が
形
成
さ
れ
始
め
る
の
で
あ
り
､
読
者
に
要
求
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
操
作

は
､
空
所
を
中
心
的
な
解
放
の
契
機
(
A
u
s
-
針
e
m
O
m
e
n
t
)
と
す
る
｡
空
所
を
通
じ
て
､
テ
ク
ス
ト
内
で
空
白
と
さ
れ
て
い
る

(
a
u
s
g
e
s
p
a
r
t
)
セ
グ
メ
ン
ト
間
の
結
合
[
接
続
]
の
可
能
性
(
A
n
s
c
E
i
亀
b
a
r
k
e
i
t
)
が
示
さ
れ
て
(
s
i
g
n
巴
i
s
i
e
r
t
)
い
る
の
で

あ
る
｡
｣
(
S
.
N
澄
)

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
｢
不
確
定
[
無
規
定
]
箇
所
｣
と
は
異
な
る
､
イ
ー
ザ
ー
の
言
う
｢
空
所
｣
は
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
セ
グ
メ
ン
ト
[
部

分
]
｣
相
互
の
断
絶
を
指
し
て
お
り
､
そ
れ
は
､
読
者
に
断
片
的
な
｢
セ
グ
メ
ン
ト
｣
を
｢
結
合
｣
し
､
｢
想
像
的
尭
対
象
[
意
味
対

象
]
｣
を
｢
構
成
｣
す
る
よ
う
要
請
す
る
む
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
彼
は
､
｢
空
所
｣
を
､
要
素
間
の
｢
関
係
性
｣
の
｢
欠
如
｣

を
通
じ
て
｢
統
合
的
｣
な
｢
対
象
｣
の
｢
構
成
｣
を
要
請
す
る
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
こ
に
は
､
｢
断
絶
｣
と
同
時
に

｢
結
合
の
可
能
性
｣
が
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
言
う
｢
結
合
の
可
能
性
｣
と
は
､
｢
結
合
｣
の
｢
不
在
｣
を
､
即
ち
､

前
後
の
テ
ク
ス
ト
(
｢
確
定
的
｣
な
｢
セ
グ
メ
ン
ト
｣
)
に
｢
制
御
｣
さ
れ
て
は
い
る
が
､
｢
結
合
｣
そ
の
む
の
は
読
者
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡



読
者
に
よ
る
｢
結
合
｣
と
は
､
断
片
的
､
対
立
的
に
併
置
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
｢
セ
グ
メ
ン
ト
(
｢
対
象
｣
に
対
す
る
｢
図
式
｣
)
｣

を
｢
統
合
的
な
形
態
(
i
n
t
e
g
r
i
e
r
t
e
G
e
s
t
a
-
t
)
｣
あ
る
い
は
｢
想
像
的
な
対
象
｣

へ
と
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
､
そ
れ
は
､

｢
想
像
[
表
象
]
活
動
(
く
O
r
S
邑
-
u
n
g
s
t
賢
g
k
e
i
t
)
｣
(
c
f
.
S
.
N
∞
0
0
)
､
即
ち
､
｢
像
[
イ
メ
ー
ジ
]
形
成
(
<
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
s
b
i
-
d
u
n
g
‥

i
m
a
g
e
･
b
u
i
-
d
i
n
g
)
活
動
｣
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
｢
活
動
｣
は
､
テ
ク
ス
ト
の
内
に
次
な
る
｢
空
所
｣
が
見
出
さ

れ
る
度
に
繰
り
返
さ
れ
､
そ
の
つ
ど
､
新
た
な
｢
イ
メ
ー
ジ
[
像
]
(
く
O
r
S
t
e
-
-
u
n
g
-
B
i
-
d
こ
m
a
g
e
)
｣
が
生
み
出
さ
れ
る
｡
そ
の

際
､
読
者
は
､
自
ら
が
生
み
出
し
た
以
前
の
｢
イ
メ
ー
ジ
[
像
]
｣
に
｢
反
応
(
r
e
a
g
i
e
r
e
n
)
｣
(
O
f
.
S
.
鑓
∽
-
N
∽
N
)
し
､
こ
こ
に
お

い
て
､
｢
独
特
な
､
テ
ク
ス
ト
に
導
か
れ
た
､
読
者
の
想
像
の
[
読
者
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
[
像
]

の
間
の
]
相
互
作

用
(
I
n
t
e
r
a
k
t
i
O
n
S
e
i
n
①
r
く
O
r
の
邑
-
u
n
g
e
n
)
｣
(
S
.
N
¢
N
)
が
始
ま
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
｢
相
互
作
用
｣
に

お
い
て
､
厳
密
な
意
味
で
､
同
一
の
地
平
に
お
い
て
｢
相
互
｣
に
｢
作
用
｣
を
及
ぼ
し
合
う
の
は
､
所
与
の
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
間
で

は
な
く
-
何
故
な
ら
､
読
者
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
-
､
読
者
自
ら
が
生
み
出

し
た
｢
イ
メ
ー
ジ
[
像
]
｣
と
そ
れ
に
｢
反
応
｣
し
､
ま
た
新
た
な
｢
イ
メ
ー
ジ
[
像
]
｣
を
生
み
出
し
て
い
く
読
者
の
間
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
そ
の
時
､
テ
ク
ス
ト
は
､
｢
相
互
作
用
｣
と
し
て
の
読
者
の
｢
想
像
[
像
形
成
]
活
動
｣
の
た
め
の
､
｢
空
所
｣
を
宿
し
た

｢
場
(
F
e
-
d
)
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡

b

空
所
の
機
能

イ
ー
ザ
ー
は
､
テ
ク
ス
ト
の
セ
グ
メ
ン
ト
間
の
｢
結
合
｣
を
妨
げ
る
と
同
時
に
そ
の
｢
条
件
｣
と
も
な
る
｢
空
所
｣
が
､
｢
相
互
作

用
｣
の
過
程
に
お
い
て
果
す
｢
機
能
｣
を
､
以
下
の
よ
う
な
三
項
目
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
｡

①
｢
空
所
｣
は
､
｢
結
合
｣
の
｢
欠
如
｣
で
あ
る
が
故
に
､
読
者
の
｢
参
加
｣
を
要
請
し
､
テ
ク
ス
ト
内
に
示
さ
れ
て
い
る
｢
登
場
人

物
｣
や
｢
語
り
手
｣
の
｢
視
点
[
遠
近
法
]
｣
で
は
な
く
､
そ
の
｢
読
者
の
視
点
(
L
e
s
e
r
b
-
i
c
k
p
u
n
k
t
)
｣
を
､
セ
グ
メ
ン
ト
が
､

一
一
五



一
〓
ハ

相
互
に
｢
投
影
(
p
r
O
j
e
粁
t
i
e
r
e
n
)
[
対
照
]
｣
し
合
い
､
｢
[
意
味
]
規
定
｣
さ
れ
る
｢
場
｣
と
し
て
成
立
さ
せ
る
｡
(
c
叫
.
S
.
〕
○
豊

②
｢
空
所
｣
は
､
セ
グ
メ
ン
ト
相
互
が
｢
投
影
｣
し
合
い
､
｢
規
定
｣
し
合
っ
た
結
果
､
相
互
を
支
え
る
(
対
立
す
る
要
素
を
包
含
す

る
)
共
通
の
｢
枠
組
み
(
R
a
h
m
e
n
)
｣
と
し
て
｢
機
能
｣
す
る
｡
即
ち
､
｢
空
所
｣
は
､
そ
の
存
在
を
介
し
て
､
読
者
に
､
対
立
す

る
セ
グ
メ
ン
ト
相
互
に
共
通
す
る
｢
枠
組
み
｣
を
想
定
さ
せ
､
そ
の
結
果
､
読
者
に
よ
る
｢
結
合
｣
の
｢
条
件
｣
と
な
る
｡
(
c
f
.
S
.

∽
○
の
)

③
｢
主
題
-
地
平
構
造
(
T
b
e
m
a
占
n
d
エ
O
r
i
z
O
n
t
S
t
r
u
k
t
u
r
)
｣
に
よ
っ
て
｢
空
所
｣
を
考
え
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
､
｢
読
者
の
視

点
｣
が
移
動
す
る
に
つ
れ
て
､
先
に
｢
主
題
｣
と
さ
れ
て
い
た
セ
グ
メ
ン
ト
が
｢
地
平
｣
と
化
す
｢
場
｣
で
あ
り
､
こ
こ
に
お
い
て
､

先
の
セ
グ
メ
ン
ト
は
､
｢
地
平
｣
と
し
て
､
新
た
に
｢
主
題
｣
化
さ
れ
る
セ
グ
メ
ン
ト
と
同
時
に
捉
え
ら
れ
､
そ
の
新
た
な
｢
主
題
｣

の
理
解
を
｢
制
御
[
方
向
づ
け
]
(
k
O
n
d
i
t
i
O
n
i
e
r
e
n
)
｣
し
て
い
る
｡
(
c
f
.
S
.
∽
○
雫
.
)

以
上
の
よ
う
な
｢
空
所
の
機
能
｣
に
よ
っ
て
､
読
者
は
､
自
ら
｢
想
像
的
な
対
象
｣
を
｢
構
成
｣
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
を

構
成
さ
せ
る
テ
ク
ス
ト
の
｢
否
定
性
｣
の
契
機
と
し
て
は
､
さ
ら
に
｢
否
定
｣
が
あ
る
｡

2
･
2

否

定

｢
空
所
｣
が
､
｢
テ
ク
ス
ト
｣
の
､
あ
る
い
は
｢
読
書
[
読
み
]
｣
の
｢
連
辞
(
s
y
n
t
a
g
m
a
t
i
s
c
b
)
軸
｣
に
お
け
る
､
即
ち
｢
結
合

(
只
O
m
b
i
n
a
t
i
O
n
)
関
係
｣
に
お
け
る
｢
欠
如
｣
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
｢
否
定
(
N
e
g
a
t
i
O
n
)
｣
は
､
｢
範
列
(
p
a
r
a
d
i
g
m
a
t
i
s
c
b
)

軸
｣
に
お
け
る
､
即
ち
｢
選
択
(
S
e
-
e
k
t
i
O
n
)
関
係
｣
に
お
け
る
｢
欠
如
｣
(
真
の
→
主
題
｣
は
､
テ
ク
ス
ト
の
内
に
｢
選
択
｣
さ
れ

｢
明
示
(
f
O
r
m
u
-
i
①
r
e
n
)
｣
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
)
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
(
c
f
.
S
.
∽
N
0
0
}
∽
∽
N
)
｡

イ
ー
ザ
ー
は
､
こ
の
｢
否
定
｣
に
は
､
テ
ク
ス
ト
内
部
で
の
｢
第
一
の
否
定
(
p
r
i
m
軒
e
N
e
g
a
t
i
O
ロ
)
｣
(
テ
ク
ス
ト
の
｢
主
題
｣



が
何
で
あ
る
か
に
関
わ
る
)
と
読
者
の
立
場
で
の
｢
第
二
の
否
定
(
s
e
k
u
n
d
軒
e
N
e
g
a
t
i
O
n
)
｣
(
テ
ク
ス
ト
が
如
何
な
る
｢
機
能
｣

を
果
す
か
に
関
わ
る
)
と
が
あ
る
と
す
る
｡

｢
第
一
の
否
定
は
､
否
定
行
為
の
原
因
と
な
る
潜
在
的
な
主
題
(
註
t
邑
】
g
e
b
】
i
e
b
e
n
e
s
T
b
e
m
a
)
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
｡
従
っ

て
､
そ
れ
は
､
と
り
わ
け
､
テ
ク
ス
ト
外
の
世
界
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
内
へ
と
取
り
入
れ
ら
れ
た
レ
パ
ー
ト
リ
1
に
関
連
し
て
い
る
｡

そ
れ
故
､
こ
の
否
定
の
意
義
は
､
主
題
に
関
わ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
第
二
の
否
定
は
､
読
書
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
意
味
形
態

(
S
i
n
n
g
e
s
邑
t
)
を
読
者
の
慣
習
[
態
度
]
(
H
a
b
i
t
u
s
)
へ
と
還
流
[
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
]
(
R
㌢
k
k
O
p
p
e
-
⊂
n
g
)
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
テ
ク
ス
ト
の
意
味
構
成
(
S
i
n
n
k
O
n
S
t
i
t
u
t
i
O
n
)
を
慣
習
の
定
位
[
方
向
づ
け
]
(
O
r
i
.

e
n
t
i
e
r
u
n
g
)
へ
と
転
ず
る
こ
と
に
お
い
て
有
効
と
な
り
､
そ
し
て
､
こ
の
種
の
否
定
は
､
〉
確
か
に
､
し
ば
し
ば
､
読
者
の
慣
習
の

訂
正
(
只
O
r
r
①
k
t
u
r
)
を
引
き
起
こ
し
､
読
者
は
､
異
質
の
経
験
(
f
r
e
m
d
e
E
r
訂
b
r
u
n
g
)
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
そ
れ
故
､
こ
の
否
定
の
意
義
は
､
機
能
に
関
わ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
｣
(
S
.
〕
全
)

読
者
は
､
テ
ク
ス
ト
の
内
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
｢
既
知
｣
の
事
柄
の
様
々
な
形
で
の
(
｢
筋
｣
の
展
開
や
｢
登
場
人
物
｣
の
発
言
等
に

ょ
っ
て
示
さ
れ
る
)
｢
否
定
｣
(
｢
第
一
の
否
定
｣
)
に
よ
っ
て
現
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
｢
未
知
｣
か
つ
｢
異
質
｣
な
事
柄
(
｢
潜
在
的

な
主
題
｣
)
を
､
｢
虚
構
｣
さ
れ
た
｢
テ
ク
ス
ト
世
界
｣
の
内
に
見
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
自
己
自
身
の
属
す
る
｢
現
実
の
世
界
｣
に
対

す
る
｢
慣
習
的
な
態
度
｣
の
｢
訂
正
｣
(
｢
第
二
の
否
定
｣
)
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
｡
何
故
な
ら
､
｢
読
書
行
為
｣
は
､
読
者
が
占
め
る

場
所
を
持
た
な
い
｢
テ
ク
ス
ト
世
界
｣
を
傍
観
者
と
し
て
眺
め
る
こ
と
で
は
な
く
､
読
者
自
身
を
｢
巻
き
込
む
｣
一
つ
の
｢
出
来
事
｣

な
い
し
は
｢
経
験
｣
で
あ
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
｢
主
体
｣
に
は
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
､
自
己
の
｢
慣
習
｣

を
｢
訂
正
｣
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
に
よ
っ
て
｢
自
己
｣
自
身
に
対
面
す
る
(
｢
自
己
｣
を
｢
対
象
化
｣
す
る
)
と
い
う
こ
と
で

も
あ
る
｡
自
ら
に
馴
染
み
深
い
｢
世
界
｣
に
接
し
て
い
る
限
り
は
､
そ
こ
に
は
何
ら
抵
抗
と
な
る
も
の
が
な
い
が
故
に
､
｢
自
己
｣
を

意
識
す
る
こ
と
は
な
い
｡
し
か
し
､
馴
染
み
深
い
｢
既
知
｣
の
｢
世
界
｣
が
､
た
と
え
｢
虚
構
テ
ク
ス
ト
｣
の
中
で
あ
っ
て
も
､
｢
否

一
一
七



一
一
八

定
｣
さ
れ
る
時
､
読
者
は
､
そ
こ
に
抵
抗
を
感
じ
､
そ
の
｢
世
界
｣
に
馴
染
ん
で
い
た
｢
自
己
｣
を
意
識
せ
ぎ
る
を
得
な
い
｡
そ
し
て
､

テ
ク
ス
ト
を
読
み
進
む
限
り
は
､
｢
否
定
｣
に
よ
っ
て
｢
構
成
｣
を
要
請
さ
れ
る
｢
未
知
｣
か
つ
｢
異
質
｣
な
事
柄
を
許
容
す
べ
く

｢
自
己
｣
を
､
即
ち
､
｢
世
界
｣
に
対
す
る
｢
自
己
｣
の
｢
慣
習
的
な
態
度
｣
を
｢
訂
正
｣
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

2
･
3

否
定
性

イ
ー
ザ
ー
は
､
｢
空
所
｣
や
｢
否
定
｣
に
よ
っ
て
､
虚
構
テ
ク
ス
ト
に
は
独
特
な
｢
否
定
性
(
N
e
g
a
t
i
ま
t
ぎ
)
｣
が
生
じ
る
と
す
る
｡

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
｢
否
定
性
｣
(
｢
空
所
｣
や
｢
否
定
｣
に
よ
っ
て
生
じ
る
テ
ク
ス
ト
の
｢
不
確
定
性
｣
)
こ
そ
､
テ
ク
ス
ト
と
儀
者

と
の
間
に
｢
動
的
｣
な
｢
相
互
作
用
｣
の
関
係
を
成
立
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
彼
は
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
空
所
と
否
定
は
､
両
者
が
､
空
白
(
A
u
s
s
p
a
r
u
n
g
)
と
取
り
消
し
[
止
揚
]
(
A
仁
f
h
e
b
u
ロ
g
)
を
通
じ
て
､
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

ほ
と
ん
ど
全
て
の
明
示
[
明
確
な
表
現
]
(
F
O
r
m
亡
-
i
e
r
u
n
g
)
を
明
示
さ
れ
て
い
な
い
地
平
(
u
n
f
O
r
m
u
-
i
e
r
t
e
r
エ
O
r
i
N
O
n
t
)

に

関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
虚
構
テ
ク
ス
ト
に
独
特
な
濃
密
化
(
く
e
r
d
i
c
h
t
u
n
g
)
を
生
じ
さ
せ
る
｡
そ
こ
か
ら
､
明
示
さ
れ
た

テ
ク
ス
ト
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
よ
っ
て
二
重
化
[
裏
打
ち
]
(
d
O
p
p
e
-
n
)
さ
れ
て
い
る
､
と
言
え
よ
う
｡
我
々
は
､
こ

の
二
重
性
(
D
O
p
p
e
】
u
n
g
)
を
虚
構
テ
ク
ス
ト
の
否
定
性
と
名
づ
け
る
｡
｣
(
S
.
∽
あ
)

｢
空
所
｣
と
｢
否
定
｣
は
､
テ
ク
ス
ト
に
｢
明
示
(
f
O
r
m
u
-
i
e
r
e
n
)
さ
れ
た
も
の
｣
打
背
後
に
､
｢
明
示
さ
れ
ざ
る
も
の
｣
(
｢
想
像
的

な
る
も
の
｣
)
の
｢
地
平
｣
が
存
し
て
い
る
こ
と
(
｢
否
定
性
｣
)
を
示
し
て
い
る
｡
ま
た
､
逆
か
ら
言
え
ば
､
｢
明
示
さ
れ
た
も
の
｣

と
｢
明
示
さ
れ
ざ
る
も
の
｣
､
あ
る
い
は
コ
語
ら
れ
た
も
の
(
d
a
s
G
溜
a
g
t
e
)
｣
と
｢
語
ら
れ
ざ
る
も
の
(
d
a
s
N
i
c
h
t
ム
e
s
a
g
t
e
)
｣

(
O
f
.
S
.
∽
念
)
の
｢
二
重
｣
･
構
造
は
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
連
辞
軸
に
お
け
る
空
所
(
結
合
的
関
係
の
欠
如
)
｣
並
び
に
｢
範
列
軸
に
お
け

る
否
定
(
選
択
さ
れ
ざ
る
も
の
の
主
題
化
)
｣
を
二
つ
の
契
機
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
､
テ
ク
ス
ト
内
に
｢
明
示
さ
れ



た
も
の
｣
が
｢
明
示
さ
れ
ざ
る
も
の
｣
を
示
す
と
い
う
､
テ
ク
ス
ト
の
､
言
わ
ば
｢
自
己
否
定
性
｣
こ
そ
､
読
者
自
身
に
､
｢
想
像
的
｣

な
｢
世
界
｣
を
生
み
出
す
と
同
時
に
｢
自
己
｣
自
身
を
｢
対
象
化
｣
さ
せ
､
｢
読
書
行
為
｣
を
､
｢
創
造
的
｣
な
｢
経
験
｣
(
｢
美
的
経

験
｣
)
た
ら
し
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
､
次
節
に
お
い
て
は
､
イ
ー
ザ
ー
の
｢
美
的
経
験
｣
及
び
､
そ
の
構
成
要
素
と
な
る
｢
美
的
作
用
｣
並
び
に
｢
美
的
対
象
｣

概
念
を
考
察
し
､
彼
の
､
言
わ
ば
｢
相
互
-
作
用
美
学
｣
と
も
呼
び
得
る
理
論
を
総
括
的
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

3

美
的
経
験

3
･
1

美
的
作
用

｢
出
来
事
｣
と
し
て
の
｢
美
的
経
験
｣
は
､
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
の
.
｢
作
用
｣
を
待
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の
｢
作
用
｣

は
､
イ
ー
ザ
ト
に
よ
れ
ば
､
｢
語
ら
れ
た
も
の
(
d
a
s
G
e
s
a
g
t
e
)
と
意
味
さ
れ
る
も
の
(
d
a
s
G
e
m
e
i
n
t
e
)
と
の
差
異
(
D
i
f
f
e
r
e
n
N
)
､

換
言
す
れ
ば
､
表
示
と
隠
蔽
と
の
弁
証
法
(
D
i
a
-
e
k
t
i
k
言
n
Z
e
i
g
e
n
u
む
く
e
r
s
c
b
w
e
i
g
e
n
)
か
ら
生
じ
る
｣
(
S
.
遥
)
と
さ
れ
る
｡

こ
の
｢
語
ら
れ
た
も
の
｣
即
ち
｢
明
示
的
(
d
e
n
O
t
a
t
i
く
)
｣
な
意
味
と
｢
意
味
さ
れ
る
も
の
[
語
ら
れ
ざ
る
意
味
]
｣
即
ち
｢
内
含
的

(
k
O
n
n
O
t
a
t
i
エ
｣
な
意
味
と
の
｢
差
異
｣
は
､
｢
表
示
｣
さ
れ
た
も
の
の
背
後
に
｢
隠
蔽
｣
さ
れ
た
も
の
を
持
つ
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の

｢
否
定
性
｣
を
示
す
も
の
で
あ
り
､
こ
の
｢
否
定
性
｣
こ
そ
､
｢
読
者
｣
に
テ
ク
ス
ト
の
｢
垂
不
｣
と
｢
隠
蔽
｣
の
｢
弁
証
法
｣
へ
の

｢
参
加
｣
､
即
ち
｢
動
的
｣
､
｢
生
起
｣
的
な
｢
出
来
事
｣
と
し
て
の
｢
読
解
｣
を
｢
呼
び
か
け
(
A
p
p
e
-
-
)
｣
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
こ
の
｢
表
示
｣
と
｢
隠
蔽
｣
と
の
｢
弁
証
法
｣
あ
る
い
は
｢
相
互
作
用
｣
は
､
｢
論
証
的
(
d
i
s
k
u
r
s
i
エ
｣
な
テ
ク
ス
ト
の

持
つ
｢
静
的
｣
な
｢
表
示
｣
も
し
く
は
｢
明
示
｣
で
は
な
く
､
｢
美
的
(
針
t
h
e
t
i
s
c
h
)
｣
な
テ
ク
ス
ト
が
持
つ
｢
動
的
｣
な
｢
作
用
｣

一
一
九



一
二
〇

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
､
イ
ー
ザ
ー
は
､
こ
の
｢
美
的
｣
な
｢
作
用
｣
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
美
的
作
用
の
本
質
は
､
既
存
の
も
の
(
d
a
s
B
e
s
t
①
h
e
n
d
e
)
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
…
…
も
し
も
美

的
作
用
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
を
既
知
の
意
味
(
B
e
d
e
u
t
u
n
g
)
か
ら
決
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
､
美
的
作
用
の
独
自
性
は
失
わ

れ
て
し
ま
う
｡
何
故
な
ら
､
美
的
作
用
は
､
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
を
意
味
[
指
し
示
]
(
b
e
d
e
u
t
e
n
)
し
て

お
り
､
そ
れ
故
､
美
的
作
用
[
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
]
は
､
世
界
の
中
に
予
在
す
る
も
の
(
d
e
r
言
r
b
a
n
d
e
n
e
B
e
s
t
a
n
d
)

と
同
一
で
は
な
い
(
d
a
s
N
i
c
b
t
⊥
d
e
n
t
i
s
c
h
e
)
か
ら
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
…
…
人
は
､
こ
の
同
定
せ
ざ
る
も
の
[
未
知
の
も
の
]

を
把
捉
(
b
e
g
r
e
i
f
e
n
)
で
き
る
も
の
へ
と
還
元
(
N
u
r
軒
k
b
r
i
n
g
e
n
)
し
た
が
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
還
元
が
.
起
こ
る
と

作
用
は
消
え
て
し
ま
う
｡
｣
(
S
.
会
f
.
)

従
っ
て
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
作
用
｣
は
､
そ
れ
が
｢
作
用
｣
で
あ
る
と
い
う
そ
の
本
質
に
基
づ
い
て
考
え
る
な
ら
ば
､
読
者
に
よ
る
｢
論

証
的
｣
な
操
作
に
よ
っ
て
｢
既
知
｣
の
も
の
へ
と
｢
還
元
｣
さ
れ
た
｢
解
釈
｣
の
｢
結
果
｣
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
､

｢
未
知
｣
の
も
の
を
読
者
に
生
み
出
さ
せ
つ
つ
あ
る
｢
過
程
｣
､
即
ち
､
他
へ
と
｢
還
元
｣
さ
れ
な
い
｢
美
的
｣
な
｢
性
質
(
C
b
a
r
a
k
t

t
e
r
)
｣
を
有
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
読
者
に
｢
生
起
｣
し
っ
つ
あ
る
｢
経
験
｣
(
｢
美
的
経
験
｣
)
に
よ
っ
て
の
み
窺
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
｡

3
･
2

美
的
対
象

a

美
的
対
象

イ
ー
ザ
ー
は
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
美
的
作
用
｣
に
よ
っ
て
読
者
が
生
み
出
す
｢
美
的
対
象
(
d
e
r
計
t
b
①
t
i
s
O
h
e
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
)
｣
に

つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡



｢
美
的
対
象
性
(
G
e
g
e
ロ
S
t
許
d
-
i
c
b
k
e
i
t
)
は
､
既
存
の
図
式
(
S
O
b
e
m
a
t
a
)
の
変
形
(
D
e
f
O
r
m
a
t
i
O
ロ
)
に
お
い
て
､
初
め
て
､

現
れ
る
｡
従
っ
て
､
美
的
対
象
は
､
図
式
の
変
化
(
く
e
r
㌢
d
e
r
u
n
g
)
に
お
け
る
空
白
形
式
(
H
O
E
f
O
r
m
)
と
し
て
型
取
ら
れ
る
｡

そ
こ
か
ら
､
美
的
対
象
と
は
､
変
形
さ
れ
､
否
定
(
d
e
m
e
n
t
i
e
r
e
n
)
さ
れ
た
図
式
の
上
に
､
読
者
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
想
像
[
表
象
]
対
象
(
く
O
r
S
t
e
〓
u
n
g
s
g
e
g
e
n
s
t
a
n
d
)
で
あ
る
と
言
え
る
｡
｣
(
S
.
-
冨
)

現
実
世
界
の
｢
コ
ー
ド
(
c
O
d
e
)
｣
に
よ
っ
て
は
捉
え
尽
く
せ
な
い
虚
構
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
｢
対
象
[
意
味
対
象
]
｣
､
即
ち
､
実
在

し
な
い
｢
美
的
対
象
(
第
二
コ
ー
ド
(
S
e
k
u
n
d
軒
0
0
d
e
)
)
｣
は
､
テ
ク
ス
ト
の
内
に
は
､
既
存
の
｢
対
象
[
描
写
対
象
]
｣

の

｢構

成
｣
を
導
く
｢
図
式
(
第
一
コ
ー
ド
(
p
r
i
m
軒
c
O
d
e
)
)
｣
(
c
f
.
S
.
-
∽
翠
)
の
｢
変
形
｣
に
よ
っ
て
生
じ
る
｢
空
白
形
式
｣
と
し
て
し

か
示
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
故
､
｢
美
的
対
象
｣
と
は
､
読
者
が
､
自
ら
テ
ク
ス
ト
内
の
様
々
な
｢
セ
グ
メ
ン
ト
｣
を
｢
結
合
｣
し
､

ま
た
､
そ
れ
ら
の
｢
否
定
｣
を
通
じ
て
､
既
存
の
｢
図
式
｣
の
上
に
｢
想
像
[
思
い
浮
べ
]
(
3
r
S
t
e
-
-
e
n
)
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
よ
う
な
｢
美
的
対
象
｣
は
､
｢
第
二
コ
ー
ド
｣
と
し
て
の

｢
機
能
｣
を
有
す
る
が
故
に
､
読
者
に
よ
る

｢
意
味
構
成
｣
を
｢
制
御
[
規
制
]
｣
す
る
も
の
で
も
あ
る
｡
従
っ
て
､
｢
美
的
対
象
｣
は
､
｢
読
書
過
程
｣
に
お
い
て
､
｢
図
式
｣
と
し

て
の
｢
セ
グ
メ
ン
ト
｣
に
｢
制
御
｣
さ
れ
つ
つ
､
ま
た
､
逆
に
､
そ
れ
ら
の

(
｢
結
合
｣
や
｢
否
定
｣
を
通
じ
て
の
)
｢
変
形
｣
を

｢
制
御
｣
し
な
が
l
万
｢
想
像
的
｣
に
｢
構
成
｣
さ
れ
て
い
く
｢
意
味
対
象
(
想
像
[
表
象
]
対
象
)
｣
な
の
で
あ
る
｡

b

イ
メ
ー
ジ

そ
れ
で
は
､
イ
ー
ザ
ー
の
語
る
｢
想
像
[
表
象
]
対
象
｣
も
し
く
は
｢
イ
メ
ー
ジ

[
像
]

(
B
i
-
d
)
｣
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

か
､
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
｡

｢
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
特
性
は
､
そ
こ
に
お
い
て
､
対
象
の
直
接
的
な
知
覚
(
W
a
b
r
n
e
h
m
e
n
)

に
お
い
て
は
生
じ

(sich①iヲ

s
t
e
u
e
n
)
得
な
い
よ
う
な
象
面
(
A
n
s
i
c
h
t
)
が
現
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
従
っ
て
､
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
(
B
i
-
d
e
r
s
e
h
e
n
)
と
い
う

一
二
一



一
二
二

こ
と
は
､
イ
メ
ー
ジ
の
形
を
と
っ
て
(
i
n
d
e
n
B
i
-
d
e
r
n
)
見
え
て
く
る
も
の
が
実
際
に
は
欠
如
し
て
い
る
こ
と
[
不
在
]
(
A
b
w
e
s
e
n
･

b
e
i
t
)
を
前
提
と
し
て
い
る
｡
…
…
虚
構
テ
ク
ス
ト
の
読
解
に
お
い
て
､
我
々
は
､
常
に
イ
メ
ー
ジ
[
表
象
]
形
成
(
く
O
r
S
邑
-
u
n
g
一

e
n
b
i
-
d
e
n
)
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
何
故
な
ら
､
テ
ク
ス
ト
の
『
図
式
化
さ
れ
た
象
面
』
は
､
我
々
に
､
そ
れ
を
前
提
条
件
と

し
て
想
像
的
な
対
象
が
生
み
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
知
識
(
W
i
琵
e
n
)
し
か
提
供
し
な
い
か
ら
で
あ
′
る
｡
従
っ
て
､
表
象
の
イ
メ
ー

ジ
的
性
格
(
B
i
-
d
c
h
a
r
a
k
t
e
r
d
e
r
く
O
r
S
t
e
-
-
u
n
g
)
は
､
提
供
さ
れ
た
､
な
い
し
は
､
読
者
に
お
い
て
呼
び
起
こ
さ
れ
た
知
識
の
利

用
(
N
u
t
N
b
a
r
m
a
O
h
e
n
)
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
り
､
即
ち
､
知
識
そ
の
も
の
が
イ
メ
ー
ジ
化
[
表
象
]
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､

提
供
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
与
え
ら
れ
て
い
な
い
結
合
[
関
係
]
(
d
i
e
n
i
c
h
T
g
e
g
e
b
e
n
e
只
O
m
b
i
n
a
t
i
O
n
)
が
イ
メ
ー
ジ
の
形
を
と
っ

て
現
れ
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
S
.
N
N
-
f
.
)

テ
ク
ス
ト
の
内
に
｢
選
択
｣
さ
れ
た
｢
既
知
｣
の
も
の
で
は
克
く
､
そ
こ
に
｢
欠
如
｣
し
て
い
る
(
｢
不
在
｣
の
)
も
の
､
｢
否
定
的
｣

に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
､
な
い
し
は
､
｢
既
知
｣
の
も
の
の
｢
結
合
｣
に
よ
っ
て
新
た
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
､
即
ち
､
端
的
に
言
え

ば
､
｢
未
知
｣
な
る
も
の
は
､
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
の
形
を
と
っ
て
し
か
｢
表
象
[
想
像
]
｣
さ
れ
得
な
い
｡
こ
の
｢
表
象
[
想
像
]
｣
さ
れ

た
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
は
､
｢
知
覚
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
(
感
覚
像
)
｣
と
は
異
な
り
､
ま
た
､
｢
知
識
｣
が
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
化
さ
れ
る
の
で
も

な
い
｡
あ
く
ま
で
､
そ
れ
は
､
｢
知
覚
(
感
覚
)
｣
と
､
｢
知
識
(
概
念
)
｣

の
｢
(
中
)
間
(
m
e
t
a
誓
)
｣
に
あ
る
も
の
で
あ
り
､

｢
読
書
過
程
｣
に
お
い
て
､
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
｢
美
的
作
用
｣
を
及
ぼ
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
､
.
読
者
に
｢
表
象
[
想
像
]
｣
さ
れ

て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
そ
れ
を
｢
概
念
的
に
把
捉
｣
し
よ
う
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
､
も
は
や
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
と
し
て
の
性
格
を
失
っ

て
し
ま
う
｡
そ
れ
故
､
我
々
は
､
小
説
が
劇
化
さ
れ
た
り
映
画
化
さ
れ
た
り
し
て
､
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が

｢
知
覚
｣
の
｢
対
象
｣
と
な
っ
た
時
に
あ
る
種
の
違
和
感
を
覚
え
､
ま
た
､
小
説
を
｢
論
証
的
｣
な
｢
意
味
｣

へ
と
還
元
し
て
し
ま
う

観
念
的
な
批
評
に
対
し
て
貧
し
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
我
々
が
､
｢
読
書
過
程
｣
に
お
い
て
､
自
ら
生
み
出
し
つ
つ

｢
経
験
｣
し
て

い
る
の
は
､
こ
の
よ
う
な
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
と
し
て
の
｢
美
的
対
象
｣
な
の
で
あ
る
｡



3
･
3

美
的
経
験

テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
読
者
の
｢
想
像
[
イ
メ
ー
ジ
形
成
]
(
く
O
r
S
邑
-
u
n
g
s
b
i
-
d
u
n
g
)
活
動
｣
に
お
い
て
生
じ
る
テ
ク
ス

ト
の
｢
意
味
構
成
(
S
i
n
n
訂
n
s
t
i
t
u
t
i
｡
n
)
｣
､
即
ち
､
｢
読
書
行
為
｣
は
､
｢
空
白
｣
か
ら
｢
対
象
｣
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
が
故
に
､

一
種
の
｢
創
造
的
行
為
(
e
i
n
k
r
e
a
t
i
く
2
r
A
k
t
)
｣
(
c
=
･
N
≡
で
あ
る
｡
イ
ー
ザ
ー
は
､
｢
[
芸
術
作
品
を
]
知
覚
(
p
e
r
c
e
i
く
e
)

す
る
た
め
に
は
､
見
る
者
は
､
自
ら
の
経
験
を
創
造
(
c
r
e
a
-
2
)
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
｢
芸
術
知
覚
｣
､
即

ち
､
｢
美
的
経
験
(
針
t
h
e
t
i
s
c
b
①
E
r
f
a
h
r
u
n
g
)
｣
に
関
す
る
見
解
を
肯
定
的
に
引
用
し
な
が
ら
(
i
b
i
d
.
)
､
｢
読
書
行
為
｣
の
｢
創
造

性
｣
を
主
張
す
る
｡

彼
は
､
こ
の
よ
う
な
｢
経
験
｣
を
｢
創
造
｣
す
る
と
い
う
｢
美
的
経
験
｣
の
性
格
に
つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
美
的
経
験
は
､
経
験
の
獲
得
(
E
r
f
a
b
r
u
n
g
s
e
r
w
e
r
b
)
そ
の
も
の
を
意
識
さ
せ
､
経
験
の
成
立
(
Z
u
s
t
a
n
d
e
k
O
m
m
e
n
)
は
､
常

に
､
そ
れ
が
成
立
す
る
条
件
に
対
す
る
洞
察
(
E
i
n
s
i
c
b
t
)
を
伴
っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
､
美
的
経
験
は
､
超
越
的
な
契
機

(
e
i
n
t
r
a
n
s
N
e
n
d
e
ロ
t
a
-
e
s
M
O
m
e
n
t
)
を
得
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
S
.
N
-
→
)

｢
美
的
経
験
｣
は
､
新
た
な
何
も
の
か
の
｢
経
験
｣
に
留
ま
ら
ず
､
｢
経
験
｣
の
｢
成
立
｣
そ
の
も
の
を
意
識
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
お

い
て
､
｢
経
験
｣
し
な
が
ら
､
そ
の
｢
経
験
｣
さ
れ
る
も
の
を
｢
超
越
｣
す
る
と
い
う
特
異
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
虚

構
テ
ク
ス
ト
の
｢
理
解
(
B
e
g
r
e
i
f
e
n
)
｣
が
､
｢
受
動
的
(
p
a
s
s
i
エ
な
受
け
入
れ
の
過
程
｣
で
は
な
く
､
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
｢
経

験
｣
さ
れ
た
旧
来
の
経
験
と
の
｢
差
異
(
D
i
f
f
e
r
e
n
N
)
｣
に
対
す
る
読
者
に
よ
る
｢
生
産
的
な
応
答
(
p
r
O
d
u
k
t
i
孟
A
n
t
w
O
r
t
)
｣

(
O
f
･
S
･
N
-
0
0
)
､
即
ち
､
新
た
な
｢
経
験
の
獲
得
｣
へ
の
読
者
に
よ
る
積
極
的
な
｢
参
加
(
B
e
t
e
i
-
i
g
u
n
g
)
｣
で
あ
る
が
故
に
､
イ
ー
ザ
ー

は
､
こ
の
｢
超
越
的
｣
な
｢
美
的
経
験
｣
に
お
い
て
は
､
新
た
な
｢
経
験
｣
を
し
つ
つ
あ
る
読
者
の
｢
自
己
｣
が
｢
知
覚
｣
さ
れ
る
の

一
二
三



一
二
四

だ
と
言
う
｡

｢
参
加
の
過
程
に
お
け
る
自
己
を
知
覚
で
き
る
こ
と
が
､
美
的
経
験
の
中
心
的
な
契
機
を
成
す
｡
そ
れ
は
､
人
が
自
ら
の
置
か
れ
て

い
る
状
況
の
内
に
自
ら
を
見
る
と
い
う
独
特
な
中
間
状
態
(
Z
w
i
s
c
h
e
n
N
u
S
t
a
n
d
)
を
呈
す
る
の
で
あ
る
｡
｣
(
S
･
N
-
0
0
)

｢
美
的
経
験
｣
と
は
､
単
に
テ
ク
ス
ト
の
内
に
｢
選
択
｣
さ
れ
た
既
存
の
様
々
な
｢
世
界
観
｣
(
｢
遠
近
法
｣
)
を
｢
経
験
｣
す
る
こ
と

で
は
な
く
､
そ
れ
ら
を
自
ら
｢
結
合
｣
も
し
く
は
｢
否
定
｣
し
､
新
た
な
｢
対
象
｣
を
生
み
出
し
て
い
く
｢
創
造
的
経
験
｣
な
の
で
あ

り
､
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ
た
｢
対
象
｣
は
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
意
味
｣
で
あ
る
と
同
時
に
読
者
自
身
の
姿
な
の
で
あ
る
｡
読
者
は
､
こ
の

｢
中
間
的
｣
で
独
特
な
｢
創
造
的
経
験
｣
に
お
い
て
､
テ
ク
ス
ト
を
｢
超
越
｣
す
る
と
同
時
に
｢
自
己
｣
を
｢
対
象
化
｣
す
る
の
で
あ

り
､
こ
の
よ
う
な
状
況
こ
そ
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
｢
相
互
作
用
｣
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
単
に
テ
ク
ス
ト
の
内
な
る
も
の
の
｢
具
体

化
｣
に
留
ま
ら
ず
､
｢
空
所
｣
や
｢
否
定
｣
を
通
じ
て
示
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
内
に
｢
欠
如
｣
し
た
も
の
を
｢
想
像
的
｣
に
生
み
出
し
､

そ
の
生
み
出
さ
れ
た
も
の
を
｢
視
点
｣
と
し
た
テ
ク
ス
ト
内
に
｢
明
示
｣
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
す
る
｢
反
応
｣
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ

故
､
そ
の
よ
う
な
｢
読
書
行
為
｣
が
､
｢
既
知
｣
な
る
｢
世
界
｣
を
｢
超
越
｣
し
た
､
｢
未
知
｣
な
る
も
の
の
｢
経
験
｣
と
い
う
性
格
を

持
ち
得
る
の
で
あ
り
､
そ
の
際
､
読
者
は
､
テ
ク
ス
ト
を
｢
場
｣
と
し
て
｢
未
知
｣
な
る
｢
世
界
｣
を
｢
創
造
｣
し
っ
つ
｢
経
験
｣
し

て
い
る
の
で
あ
る
｡

結び

｢
想
像
的
な
る
も
の
｣
の
地
平

前
節
に
お
い
て
､
イ
ー
ザ
ー
の
語
る
｢
美
的
経
験
｣
の
｢
創
造
性
｣
､
お
よ
び
､
そ
こ
に
お
い
て
､
｢
世
界
｣
と
｢
自
己
｣
と
が
｢
経

験
｣
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
イ
ー
ザ
ー
独
自
の
主
張
は
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
否
定
性
｣
を
介
し

て
､
読
者
に
よ
る
｢
構
成
｣
が
要
請
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
､
｢
美
的
経
験
｣
と
し
て
の
｢
芸
術
知
覚
｣
一
般
に
み



ら
れ
る
こ
と
よ
り
は
､
む
し
ろ
｢
虚
構
(
F
i
k
t
i
O
n
)
｣
に
基
づ
く
芸
術
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
｢
意
味
構
成
｣
の
要
請
に
潤
す
る
記
述

を
検
討
し
､
本
論
考
の
結
論
と
し
た
い
｡

イ
ー
ザ
一
に
よ
れ
ば
､
｢
虚
構
テ
ク
ス
ト
｣
に
お
け
る
｢
言
語
記
号
｣
(
S
p
r
a
c
b
乱
c
h
e
n
)
｣
は
､
｢
明
示
的
な
記
号
使
用
(
d
i
e
d
e
n
?

t
i
e
r
e
n
d
e
N
e
i
c
b
e
n
孟
r
W
e
n
d
u
n
g
)
｣
の
場
合
と
異
な
っ
て
､
そ
の
｢
目
的
性
(
F
i
n
巴
i
t
許
し
｣
を
逸
脱
し
て
､
｢
何
か
他
の
も
の
(
e
t
･

w
a
s
a
n
d
e
r
e
s
)
｣
へ
と
｢
開
か
れ
て
(
s
i
c
h
鞋
f
n
e
n
)
｣
い
る
(
c
f
.
S
.
N
∽
○
)
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
｢
虚
構
テ
ク
ス
ト
｣

に
お
け

る
｢
言
語
｣
の
特
性
で
あ
る
｢
露
呈
す
る
沈
黙
(
e
n
t
b
巨
e
n
d
e
s
S
c
b
w
e
i
g
e
n
)
｣
(
｢
明
示
｣
し
得
な
い
｢
何
も
の
か
｣
を
｢
露
呈
｣

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
ら
が
｢
明
示
的
な
記
号
｣
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
す
る
[
｢
沈
黙
｣
す
る
]
こ
と
)
(
i
b
i
d
.
)
は
､
｢
言
語
｣
に

お
い
て
は
も
は
や
｢
顕
示
(
m
a
n
i
f
e
s
t
i
e
r
e
n
)
[
明
示
]
｣
さ
れ
得
な
い
も
の
を
｢
生
み
出
す
(
h
㌢
O
r
b
r
i
n
g
e
n
)
｣
が
故
に
､
｢
想
像

[
表
象
]
行
為
(
く
O
r
S
t
e
-
-
u
ロ
g
)
｣
に
お
い
て
し
か
存
在
し
得
な
い
(
i
b
i
d
.
)
の
で
あ
る
｡
そ
の
｢
想
像
[
表
象
]
行
為
｣
に
お
い
て
､

読
者
は
､
作
者
に
よ
る
｢
虚
構
的
｣
な
｢
言
語
使
用
｣
(
｢
虚
構
的
な
る
も
の
(
d
a
s
F
i
k
t
i
孟
)
｣
)
に
特
徴
的
な
｢
露
呈
｣
し
な
が
ら

｢
沈
黙
｣
す
る
と
い
う
｢
否
定
性
｣
に
よ
っ
て
､
｢
テ
ク
ス
ト
外
の
世
界
｣
と
対
応
す
る
｢
実
在
的
な
る
も
の

(
d
a
s
R
e
a
】
e
)
｣
を

｢
超
越
｣
し
､
｢
想
像
的
な
る
も
の
(
d
a
s
-
m
a
g
i
n
軒
e
)
｣
の
｢
地
平
｣
に
お
い
て
､
｢
言
語
｣
を
越
え
た
｢
意
味
｣
[
｢
語
ら
れ
ざ
る
意

味
｣
]
(
c
f
.
S
.
∽
∽
N
f
.
)
で
あ
る
と
こ
ろ
の
｢
美
的
対
象
[
意
味
対
象
]
｣
を
自
ら
｢
構
成
｣
し
な
が
ら
｢
経
験
｣
す
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
｢
美
的
経
験
｣
は
､
い
わ
ば
｢
無
｣
の
｢
否
定
的
[
ネ
ガ
テ
ィ
プ
]
｣
な
｢
現
象
｣
で
あ
る
と
こ
ろ
の
｢
否
定
性
｣
を
介

し
た
｢
創
造
的
行
為
｣
で
あ
る
が
故
に
､
独
特
な
意
味
で
｢
無
か
ら
の
創
造
｣
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
そ
の
｢
創
造
｣

は
､
あ
く
ま
で
､
自
己
以
外
の
も
の
を
｢
否
定
的
｣
に
示
す
テ
ク
ス
ト
を
不
可
欠
の
相
関
者
と
す
る
､
テ
ク
ス
ト
と
読
者
の
｢
相
互
作

用
｣
に
お
い
て
｢
生
起
｣
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡



一
二
六

註

解

(
1
)

本
論
考
に
お
け
る
イ
ー
ザ
ー
(
W
O
-
肯
a
n
g
H
s
e
r
)
の
テ
ク
ス
ト
(
『
読
書
と
い
う
行
為
[
行
為
と
し
て
の
読
書
]
-
美
的
作
用
理
論
1
』
)

の
引
用
は
､
独
語
版
(
文
献
1
)
に
基
づ
い
て
い
る
が
､
そ
の
英
語
版
(
文
献
2
)
､
翻
訳
版
(
文
献
3
)
も
併
せ
て
参
照
し
た
｡
英
語
版
は
､

独
語
版
に
対
し
て
表
現
が
改
め
ら
れ
た
り
､
補
足
さ
れ
た
り
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
､
独
語
に
よ
る
最
新
の
第
二
版
(
-
¢
澄
)
の
本
文
が
､

初
版
(
-
警
告
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
独
語
版
を
基
本
的
な
-
T
ク
ス
ト
と
し
た
｡
な
お
､
轡
田
氏
に
よ
る
翻
訳
版
は
､
独
語
版
を
基
本
と

し
､
英
語
版
を
参
照
し
な
が
ら
､
独
自
の
解
釈
に
よ
っ
て
､
補
足
､
省
略
が
行
な
わ
れ
て
い
る
｡

(
2
)

遥
e
N
e
p
t
i
O
n
‥
r
e
C
e
p
t
i
O
n
｡
の
訳
語
と
し
て
｢
受
用
｣
を
用
い
た
の
は
､
｢
受
容
｣
は
ー
.
a
0
0
e
p
t
i
O
n
ヨ
の
訳
と
し
て
は
適
当
で
あ
る
が
､

丈
r
e
O
e
p
t
i
O
n
;
に
つ
い
て
は
｢
受
用
｣
(
か
つ
て
｢
享
受
｣
と
同
意
に
用
い
･
ら
れ
た
例
も
あ
る
)
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
佐
々
木
健
一
教

授
の
指
摘
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
｢
受
用
美
学
｣
に
関
す
る
論
文
の
代
表
的
な
ア
ン
ソ
ロ
.
ジ
ー
で
あ
る
プ
ア
ー
ニ
ン
グ
(
R
a
i
n
e
r
W
a
r
n
i
n
g
)
の
編
集
に
よ
る

『
受
用
美
学
』
(
■
-
R
e
N
e
p
t
i
O
n
S
針
t
h
e
t
i
k
一
∴
-
当
巴
)
の
中
に
は
､
『
テ
ク
ス
ト
の
呼
び
か
け
構
造
』
(
文
献
6
)
を
始
め
と
し
て
､
『
読
書

と
い
う
行
為
』
の
原
型
と
な
っ
た
イ
ー
ザ
ー
の
い
く
つ
か
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
｡

｢
受
用
美
学
｣
の
全
体
的
な
紹
介
と
し
て
は
､
ホ
ル
プ
(
R
O
b
e
r
t
C
.
H
O
-
u
b
)
に
よ
る
『
受
用
理
論
』
(
■
■
R
e
c
e
p
t
i
O
n
T
H
E
O
R
Y
=

(
-
¢
澄
)
(
『
[
空
白
]
を
読
む
』
鈴
木
聴
訳

勤
葦
書
房
(
-
諾
e
)
が
あ
る
｡
そ
の
中
の
｢
テ
ク
ス
ト
性
と
読
者
の
反
応
｣
(
原
書
p
.
0
0
N
～
-
〇
〇

は
､
イ
ー
ザ
ー
を
論
じ
た
節
で
あ
る
｡

英
語
圏
で
の
｢
受
用
美
学
｣
に
対
応
す
る
動
き
と
し
て
は
､
こ
れ
は
一
つ
の
学
派
を
な
す
も
の
と
は
言
え
な
い
が
､
｢
読
者
反
応
批
評
(
r
e
a
d
e
r

･
r
e
S
p
O
n
S
e
O
r
i
t
i
c
i
s
m
)
｣
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
｢
読
者
論
｣
が
あ
る
｡
イ
ー
ザ
ー
の
論
文
を
含
む
そ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
し
て
は
､
『
読
者

反
応
批
評
』
(
‡
R
e
a
d
e
r
･
R
e
s
p
O
n
S
e
C
r
i
t
i
c
i
s
m
ヨ
e
d
.
b
y
J
a
n
e
P
.
T
O
m
p
k
i
n
s
(
-
り
0
0
○
)
)
や
『
テ
ク
ス
ト
の
中
の
読
者
』
(
-
-
T
b
e

R
e
a
d
e
r
i
n
t
b
e
T
e
已
;
e
d
.
b
y
S
u
s
a
n
S
u
-
e
i
m
a
n
a
n
d
H
n
g
e
C
r
O
S
m
a
n
(
-
器
○
)
)
が
あ
る
｡
な
お
､
｢
読
者
反
応
批
評
｣
と
｢
受

用
美
学
[
受
用
理
論
]
｣
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
ホ
ル
プ
の
『
受
用
理
論
』
(
前
掲
)
の
序
文
(
P
r
e
f
a
O
e
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(
3
)

『
読
曹
と
い
う
行
為
』
の
中
の
､
Ⅰ
･
A
･
2

古
典
的
解
釈
規
範
の
影
響
(
S
.
N
∽
～
∽
ご
､
及
び
､
Ⅱ
･
A
･
1

読
者
に
準
拠
し
た
見
方
と

伝
統
的
な
反
論

の
前
半
(
S
.
当
～
食
)
を
参
照
の
こ
と
｡

(
4
)

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
文
芸
理
論
を
示
す
主
要
な
著
作
と
し
て
は
､
『
文
学
的
芸
術
作
品
』
(
文
献
9
)
や
『
文
学
的
芸
術
作
品
の
認
識
』
(
文
献
1
0
)



が
あ
る
が
､
前
者
に
お
い
て
は
､
文
学
作
品
の
｢
多
層
的
｣
構
造
が
､
後
者
に
お
い
て
は
､
読
者
に
よ
る
｢
具
体
化
｣
が
､
主
と
し
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
｡
な
お
､
彼
が
､
文
学
作
品
の
｢
層
(
S
c
ト
i
c
b
-
)
｣
と
し
て
上
げ
る
の
は
､
①
｢
語
音
(
W
O
r
t
-
a
u
t
)
｣
(
言
葉
の
も
つ
｢
音
｣
)
､

②
｢
意
義
統
=
B
e
d
e
u
-
u
n
g
s
2
i
n
h
e
i
-
)
｣
(
単
語
､
文
､
連
関
す
る
複
数
の
文
の
｢
意
義
[
意
味
]
｣
)
､
③
｢
図
式
化
さ
れ
た
象
面
(
s
O
h
?

m
a
t
i
s
i
e
r
t
e
A
n
の
i
c
b
t
)
｣
(
｢
図
式
｣
的
に
示
さ
れ
て
い
る
｢
対
象
｣
の
;
の
｢
現
象
面
｣
〓
面
的
な
｢
現
れ
｣
]
)
､
④
｢
描
写
さ
れ
た

対
象
(
d
a
r
g
2
S
t
e
≡
e
r
G
e
g
e
n
s
-
a
n
d
)
｣
(
様
々
な
｢
象
面
｣
か
ら
構
成
さ
れ
る
｢
描
写
対
象
｣
)
の
四
つ
で
あ
る
｡

(
5
)

イ
ー
ザ
ー
は
､
｢
テ
ク
ス
ト
の
内
｣
に
､
自
ら
｢
意
味
構
成
｣
を
行
な
う
べ
く
｢
構
造
化
｣
さ
れ
て
い
る
｢
読
者
の
役
割
｣
の
こ
と
を
､
｢
内
包

さ
れ
た
読
者
(
d
e
r
-
m
p
-
i
N
i
-
e
L
e
s
2
r
)
｣
と
呼
ぶ
｡
(
『
読
書
と
い
う
行
為
』
の
Ⅰ
･
B
･
2

様
々
な
読
者
概
念
と
内
包
さ
れ
た
読
者
と

い
う
概
念
(
b
e
s
.
S
.
∽
警
f
.
)
を
参
照
｡
)

(
6
)
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
に
よ
る
｢
正
し
い
[
適
切
な
]
具
体
化
｣
の
主
張
に
つ
い
て
は
､
『
文
学
的
芸
術
作
品
の
認
識
』
(
文
献
1
0
)
の
S
.
-
声
-
芦

-
買
f
･
｣
→
0
0
(
イ
ー
ザ
ー
が
『
読
書
と
い
う
行
為
』
の
S
.
N
雷
で
注
記
し
て
い
る
箇
所
)
を
参
照
｡

(
7
)

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
が
好
ん
で
上
げ
る
｢
具
体
化
｣
の
例
に
つ
い
て
は
､
『
文
学
的
芸
術
作
品
の
認
識
』
(
文
献
1
0
)
の
S
.
金
主
冨
参
照
｡

(
8
)

｢
図
式
化
さ
れ
た
象
面
｣
と
は
､
｢
現
実
｣
に
｢
知
覚
｣
さ
れ
る
､
｢
対
象
｣
の
｢
具
体
的
｣
な
｢
(
現
)
象
面
(
A
n
s
i
O
h
t
)
｣
で
は
な
く
､

そ
の
｢
象
面
｣
の
｢
観
念
的
｣
な
｢
骨
格
(
S
k
e
-
e
-
-
)
｣
(
｢
図
式
(
S
O
ト
e
m
a
)
｣
)
で
あ
る
｡
(
『
文
学
的
芸
術
作
品
』
(
文
献
9
)
の
S
.
N
遥

を
参
照
｡
)

(
9
)

｢
読
書
過
程
｣
に
お
け
る
｢
相
互
作
用
｣
の
具
体
的
な
姿
で
あ
る
｢
想
像
の
相
互
作
用
｣
に
つ
い
て
は
､
本
論
考
の
2
･
1
･
a

空所

を

参
照
｡

(10)

イ
ー
ザ
ー
は
､
著
作
『
内
包
さ
れ
た
読
者
』
(
文
献
4
)
に
お
い
て
､
こ
れ
ら
の
作
家
た
ち
に
つ
い
て
､
そ
れ
ぞ
れ
､
｢
読
者
｣
｣
｢
虚
構
｣
あ
る

い
は
｢
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
｣
等
に
関
す
る
題
の
も
と
で
､
個
別
的
な
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
｡

(11)

｢
内
包
さ
れ
た
作
者
｣
も
｢
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
｣
も
､
ウ
ェ
イ
ン
･
ブ
ー
ス
(
W
a
y
n
e
C
.
B
0
0
t
h
)
の
『
虚
構
の
レ
ト
リ
ッ
ク
』
(
-
■
T
h
e

R
h
e
t
O
r
i
0
0
【
F
i
O
t
i
O
n
.
二
-
宗
-
｣
¢
巴
(
N
)
)
)
の
中
で
呈
示
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
｡

(望

｢
虚
構
の
読
者
｣
と
は
､
｢
語
り
手
｣
に
語
り
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
所
謂
｢
登
場
人
物
｣
た
ち
と
は
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
に
お
い
て
で
は

あ
る
が
､
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
｢
読
者
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡

(13)

イ
ー
ザ
ー
は
､
彼
の
理
論
が
､
小
説
一
般
に
通
用
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
が
､
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
理
論
に
対
す
る
批
判
に
は
､
独
自

一
二
七



一
二
八

の
｢
作
用
美
学
[
理
論
]
｣
を
主
張
す
る
彼
の
動
機
が
､
｢
意
味
｣
を
｢
確
定
｣
す
る
こ
と
が
困
難
な
今
世
紀
の
小
説
の
解
明
に
あ
る
こ
と
が

窺
わ
れ
る
｡
(
『
読
書
と
い
う
行
為
』
の
Ⅳ
･
A
･
2

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
の
不
確
定
[
無
規
定
]
箇
所
の
概
念
(
b
e
s
.
S
.
N
雷
f
.
,
N
讃
f
.
)
を

参
照
｡
)

(14)

『
文
学
的
芸
術
作
品
』
(
文
献
9
)
の
序
文
(
く
O
r
W
O
r
t
)
S
.
肖
f
.
を
参
照
｡

(15)

イ
ン
ガ
ル
デ
ン
は
､
｢
多
層
的
｣
構
造
を
成
す
｢
文
学
作
品
｣
が
｢
具
休
化
｣
さ
れ
る
理
想
的
な
姿
を
､
｢
文
学
作
品
｣
が
有
す
る
様
々
な
｢
美

的
価
値
品
質
の
多
声
的
調
和
(
p
O
-
y
p
h
O
n
e
嵩
a
r
m
O
n
i
e
)
｣
に
見
て
い
る
｡
(
『
文
学
的
芸
術
作
品
』
の
第
十
五
章
(
六
八
節
)
を
参
照
｡
)

(16)

『
読
替
と
い
う
行
為
』
の
Ⅱ
･
B
･
4

主
題
と
地
平
の
構
造
(
S
.
-
巴
～
-
雷
)
､
及
び
､
Ⅱ
･
B
･
5

主
題
-
地
平
構
造
の
諸
様
態
(
S
.

-
$
～
-
→
告
を
参
照
｡

(17)

イ
ー
ザ
ー
は
､
｢
空
所
｣
を
､
｢
空
白
｣
と
同
義
的
に
(
広
義
)
､
ま
た
､
｢
結
合
関
係
｣
の
｢
欠
如
｣
と
し
て
(
狭
義
)
､
両
義
的
に
用
い
て
い

る
｡
広
義
の
｢
空
所
｣
は
､
｢
否
定
｣
に
よ
っ
て
も
生
じ
る
と
さ
れ
る
が
､
本
論
考
に
お
い
て
は
､
｢
空
所
｣
と
｢
否
定
｣
と
い
う
概
念
相
互
の

関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
に
､
｢
空
所
｣
を
狭
い
意
味
に
限
定
し
､
両
者
を
｢
否
定
性
｣
の
二
つ
の
契
機
と
見
な
す
｡

(18)

イ
ー
ザ
ー
は
､
オ
ー
ス
チ
ン
(
J
.
｢
A
u
s
t
i
n
)
の
｢
言
語
[
発
話
]
行
為
論
｣
を
参
考
に
し
な
が
ら
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
レ
パ
ー
ト
リ
ー
[
上

浜
種
目
]
｣
は
､
作
者
と
読
者
に
共
通
の
｢
慣
習
[
約
束
事
]
(
R
O
n
く
e
n
t
i
O
n
)
｣
を
､
ま
た
､
テ
ク
ス
ト
の
｢
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
[
戦
略
]
｣

は
､
両
者
に
承
認
さ
れ
た
｢
手
続
き
(
P
r
O
N
e
d
u
r
)
｣
を
指
す
も
の
と
規
定
す
る
｡
(
『
読
者
と
い
う
行
為
』
の
S
.
〓
∽
を
参
照
｡
)

(19)

｢
想
像
的
な
る
も
の
｣
に
つ
い
て
は
､
本
論
考
の

結
び
､
並
び
に
､
註
(
2
3
)
を
参
掃
｡

(20)

イ
ー
ザ
ー
の
論
文
『
テ
ク
ス
ト
の
呼
び
か
け
構
造
』
(
文
献
6
)
の
題
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
､
こ
の
｢
呼
び
か
け
(
A
p
p
e
三
)
｣
と

い
う
概
念
は
､
サ
ル
ト
ル
(
J
e
a
ヲ
P
a
已
S
a
r
t
r
e
)
の
『
文
学
と
は
何
か
』
(
-
占
u
-
e
s
t
･
〇
e
q
u
①
-
a
≡
t
㌻
a
t
u
r
e
て
こ
の
中
の
用
語

で
あ
り
､
イ
ー
ザ
ー
は
､
そ
の
文
学
観
に
お
い
て
､
ま
た
､
そ
の
｢
イ
メ
ー
ジ
｣
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
(
サ
ル
ト
ル
『
想
像
的
な
る
も
の
』

(
-
-
L
-
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
J
参
脾
)
､
サ
ル
ト
ル
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
｡

(21)

㌣
ケ
ル
･
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
(
M
i
k
e
-
D
u
f
r
e
n
n
e
)
の
『
美
的
経
験
の
現
象
学
』
(
-
■
P
h
㌻
O
m
㌻
○
-
O
g
i
e
d
e
-
訂
p
e
r
i
①
n
C
e
e
S
t
h
㌻
q
u
e
｡
)

の中のギリシア語の文盲臥--に由来する用語｡

(22)

デ
ュ
ー
イ
(
J
O
h
n
D
e
w
e
y
)
の
『
経
験
と
し
て
の
芸
術
』
(
.
.
A
r
t
a
s
E
召
e
r
i
e
n
c
e
=
C
a
p
r
i
8
r
n
ぎ
O
k
s
.
N
e
w
Y
O
r
k
(
-
誤
0
0

(
-
N
)
)
)
p
.
∽
A
を
参
照
｡



(23)

｢
虚
構
的
な
る
も
の
｣
､
｢
実
在
的
な
る
も
の
｣
､
そ
し
て
､
｢
想
像
的
な
る
も
の
｣
と
は
､
『
文
芸
理
論
の
現
状
』
(
文
献
7
)
､
及
び
､
よ
り
明

確
に
は
『
虚
構
と
い
う
行
為
』
(
文
献
8
)
の
中
で
､
イ
ー
ザ
ー
が
､
呈
示
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
｡

文

献

a

イ
ー
ザ
ー
(
W
O
-
f
g
a
n
g
I
s
e
r
)
の
著
作
お
よ
び
論
文

*

『
読
書
と
い
う
行
為
[
行
為
と
し
て
の
読
書
]
』

1

丈DerAktdesLesens-Th①Orie計thetisOherWirkung--=.qTB双岩-W.Fink-M軒chen(-当の一-盟逼(N))

(
*
第
二
版
(
-
謹
告
は
､
初
版
(
-
警
告
に
対
し
て
『
第
二
版
の
た
め
の
序
文
(
-
-
く
O
r
W
O
r
t
Z
u
r
Z
w
e
i
t
①
コ
A
u
f
}
a
g
e
3
)
』
(
S
.
Ⅰ
～
昌
)

が
捕
わ
れ
て
い
る
｡
な
お
､
こ
の
序
文
は
､
和
訳
(
文
献
3
)
に
お
い
て
､
『
日
本
語
版
へ
の
序
文
』
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
｡
)

2

;
T
h
e
A
c
t
O
f
R
e
a
d
i
n
g

-
A
T
h
e
O
r
y
O
f
A
e
s
t
b
e
t
i
c
R
e
s
p
O
n
S
e

-

;
R
O
u
t
-
e
d
g
e
紆
只
e
g
a
n
P
a
u
-
-
L
O
n
d
O
コ
a
n
d

H
e
n
-
e
y

(
-
¢
→
0
0
)

3

『
行
為
と
し
て
の
読
書
1
美
的
作
用
の
理
論
1
』
轡
田
収
訳

岩
波
現
代
選
書
(
-
¢
∞
N
)

(
*
文
献
1
～
3
の
諸
版
の
関
係
に
つ
い
て
は
､
註
解
(
1
)
を
参
照
の
こ
と
｡
)

*

『
内
包
さ
れ
た
読
者
』

4=Derimp-iNiteLeser-只OmmunikatiOnSfOrmendesROmanS昌nBunyanbisBeckett-一-UTB-琵-W.Fink-M
㌢
O
h
e
n
(
-
讐
N
)

5=TheImp-iedReader-PatternsOfCOmmunicatiOninPrOSeFictiOロfrOmBunyantOBeckett-3TheJOhns嵩
O
p
k
i
n
s
U
n
i
く
e
r
S
i
t
y
P
r
e
s
s
.
B
a
E
m
O
r
e
a
n
d
L
O
n
d
O
n
(
-
讐
e

(
*
英
語
版
(
5
)
は
､
独
語
版
(
4
)
に
対
し
て
､
-
.
T
h
e
R
e
a
d
i
n
g
P
r
0
0
e
S
S
‥
A
P
h
e
n
O
m
e
n
O
-
O
g
i
c
a
-
A
p
p
r
O
a
O
h
;

が
第
1
1
章
と

し
て
増
補
さ
れ
て
い
る
｡
)

*
そ
の
他

6--DieAppe-訂trukturderTe已e-Unbestimmtheita-sWirkungsbedingung-iterarischerPrOSa-.∴n三只On･s
t
a
n
N
e
r
U
n
i
く
e
r
S
i
t
許
s
r
e
d
e
n
N
0
0
-
一
(
-
讐
〇
一
-
笥
文
士
)

一
二
九



78

一
三
〇

(
英
語
版
▲
■
H
n
d
e
t
e
r
m
i
n
a
c
y
a
n
d
-
h
e
r
e
a
d
2
r
-
s
r
2
S
p
O
n
S
e
ご
n
-
■
A
s
p
2
C
-
s
O
f
N
a
r
r
a
t
l
く
e
‥
S
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